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史
 
 

l
 
は
 
じ
 
め
 
に
 
 

道
隆
伝
は
、
時
平
伝
に
よ
く
似
た
構
造
を
持
つ
。
内
容
を
、
取
り
あ
げ
て
い
る
人
物
を
基
準
と
し
て
整
理
す
る
と
、
『
大
鏡
二
』
 
 

（
完
訳
日
本
の
古
典
）
 
の
テ
キ
ス
ト
で
は
じ
め
か
ら
四
二
行
（
こ
の
行
数
は
、
一
行
の
な
か
ば
以
下
は
切
り
捨
て
、
流
布
本
に
よ
る
 
 

増
補
も
除
い
て
い
る
。
以
下
、
同
じ
）
が
道
隆
そ
の
人
を
取
り
あ
げ
た
も
の
、
以
下
型
一
行
で
そ
の
娘
た
ち
、
二
三
行
で
長
男
道
 
 

頼
、
次
男
伊
周
に
触
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
大
臣
伝
の
基
本
の
語
り
方
で
あ
る
が
、
次
に
、
 
 

な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か
む
ほ
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
 
 

と
語
り
の
場
の
再
現
が
あ
っ
て
、
道
長
と
の
抗
争
の
具
体
例
を
あ
げ
て
伊
周
を
取
り
あ
げ
て
行
く
。
そ
れ
は
五
二
行
に
わ
た
り
、
 
 

と
気
色
だ
ち
て
、
こ
の
ほ
ど
は
う
ち
さ
さ
め
く
。
 
 

と
、
ま
た
語
り
の
場
の
再
現
で
結
ぷ
。
そ
の
あ
と
、
伊
周
の
死
と
そ
の
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
四
一
行
で
語
り
、
つ
い
で
伊
周
弟
の
 
 

隆
家
に
つ
い
て
一
〇
五
行
に
わ
た
り
述
べ
て
、
最
後
に
伊
周
・
隆
家
以
外
の
道
隆
の
子
孫
た
ち
に
触
れ
る
八
行
が
あ
っ
て
結
ぶ
。
 
 
 

内
容
構
成
と
し
て
、
二
つ
の
語
り
の
場
の
再
現
に
ほ
さ
ま
れ
た
伊
周
伝
、
分
量
と
し
て
道
隆
伝
中
の
ほ
ぼ
四
割
強
を
占
め
る
隆
家
 
 

伝
、
こ
の
二
つ
に
特
徴
が
あ
る
。
道
隆
そ
の
人
に
触
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、
伊
周
・
隆
家
に
大
半
の
叙
述
を
さ
い
て
い
る
所
に
、
時
 
 

平
伝
が
肥
大
化
し
た
道
真
関
係
の
叙
述
を
持
つ
と
こ
ろ
と
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
道
隆
伝
は
、
総
量
と
し
て
も
道
長
伝
に
次
ぐ
分
量
を
持
っ
て
い
て
、
道
長
の
直
接
の
政
敵
で
あ
っ
た
伊
周
・
隆
家
兄
弟
に
対
 
 
 

『
大
鏡
』
道
隆
伝
に
つ
い
て
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す
る
扱
い
が
重
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 

二
 
道
隆
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
 
 

道
隆
は
、
酒
の
飲
み
す
ぎ
が
欠
点
の
男
で
あ
っ
た
ゥ
し
か
し
そ
の
欠
点
に
触
れ
た
一
挿
話
を
「
祭
の
か
へ
さ
御
覧
ず
と
て
、
小
一
 
 

条
大
将
・
閑
院
大
将
と
一
つ
御
車
に
て
、
紫
野
に
出
で
さ
せ
給
ひ
ぬ
」
と
語
っ
て
行
く
う
ち
に
、
 
 

や
う
や
う
過
ぎ
さ
せ
給
ひ
て
後
ほ
、
御
車
の
後
、
前
の
簾
皆
上
げ
て
、
三
所
な
が
ら
御
髪
は
な
ち
て
お
は
し
ま
し
刷
副
は
、
 
 
 

い
と
こ
そ
見
苦
し
か
り
州
河
。
大
方
こ
の
大
将
殿
た
ち
の
参
り
給
へ
る
、
世
の
常
に
て
出
で
給
ふ
を
ば
、
い
と
本
意
な
く
口
惜
 
 
 

し
き
こ
と
に
思
し
召
し
た
り
刷
引
。
も
の
も
お
ぼ
え
ず
、
御
装
束
も
引
き
乱
り
て
、
串
さ
し
寄
せ
つ
つ
、
人
に
か
か
れ
て
乗
り
 
 
 

給
ふ
を
ぞ
、
い
と
輿
あ
る
こ
と
に
せ
さ
せ
給
ひ
呵
刹
。
 
 

と
、
そ
の
身
分
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
面
を
紹
介
し
て
行
く
文
章
は
、
お
の
ず
か
ら
語
り
手
が
は
ば
か
る
気
持
ち
を
こ
め
た
「
け
り
」
 
 

叙
述
に
な
る
 
（
拙
稿
「
大
鏡
の
語
る
方
法
と
表
現
」
説
話
第
九
号
平
成
3
・
3
）
。
 
 
 

そ
の
あ
と
、
 
 

た
だ
し
こ
の
殿
、
御
酔
ひ
の
ほ
ど
よ
り
は
と
く
覚
む
る
こ
と
を
ぞ
せ
さ
せ
給
ひ
u
。
 
 

と
、
よ
き
例
と
し
て
、
賀
茂
社
参
詣
の
時
の
行
為
を
語
る
時
、
当
時
、
大
納
言
で
あ
っ
た
道
長
の
目
を
通
し
て
の
事
実
を
伝
え
る
。
 
 

一
の
大
納
言
に
て
ほ
、
こ
の
御
堂
ぞ
お
は
し
ま
し
じ
射
ほ
、
御
覧
ず
る
に
、
夜
に
入
り
ぬ
れ
ば
、
御
前
の
松
の
光
に
と
ほ
り
 
 
 

て
見
ゆ
る
に
、
御
透
影
の
お
は
し
ま
さ
ね
ば
、
あ
や
し
と
思
し
召
し
刷
引
に
、
参
り
着
か
せ
給
ひ
て
、
御
幸
か
き
お
ろ
し
た
れ
 
 

ど
、
え
知
ら
せ
給
は
ず
。
い
か
に
と
思
へ
ど
、
御
前
ど
も
も
え
驚
か
し
申
さ
で
、
た
だ
さ
ぷ
ら
ひ
な
め
る
に
、
入
道
殿
お
り
さ
 
 

せ
給
へ
る
に
、
さ
て
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
怯
の
外
な
が
ら
、
高
や
か
に
、
「
や
や
」
と
御
扇
を
鳴
ら
し
な
ど
せ
さ
せ
給
 
 

へ
ど
、
さ
ら
に
驚
き
給
は
ね
ば
、
近
く
寄
り
て
、
衰
の
御
袴
の
裾
を
荒
ら
ら
か
に
引
か
せ
給
ふ
折
ぞ
、
驚
か
せ
給
ひ
て
、
さ
る
 
 
 

御
用
意
は
な
ら
ほ
せ
給
へ
れ
ば
、
御
櫛
、
芹
具
し
給
へ
り
け
る
取
り
出
で
て
、
つ
く
ろ
ひ
な
ど
し
て
、
お
り
さ
せ
給
ひ
刷
新
 
 
 

に
、
い
さ
さ
か
さ
り
げ
な
く
て
、
清
ら
か
に
て
ぞ
お
ほ
し
ま
し
u
。
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こ
こ
で
は
、
事
の
外
の
状
景
ほ
「
き
」
で
、
車
の
内
の
状
景
は
「
け
り
」
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
内
外
全
体
の
状
態
が
道
長
の
見
 
 

聞
と
い
う
設
定
で
あ
る
所
に
、
特
色
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
小
峯
和
明
氏
「
大
鏡
の
語
り
 
ー
 
菩
提
講
の
光
と
影
」
 
（
文
学
一
九
 
 

八
七
∧
昭
6
2
V
1
0
）
が
、
『
大
鏡
』
全
体
を
見
通
す
語
り
手
と
し
て
の
道
長
の
存
在
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
こ
 
 

こ
も
、
道
隆
の
蓑
と
裏
あ
る
い
は
光
と
影
を
、
弟
道
長
が
し
っ
か
り
と
見
す
え
て
い
た
例
証
と
L
て
、
見
聞
老
に
道
長
を
設
定
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

『
大
鏡
』
全
体
の
主
た
る
語
り
手
は
大
宅
世
継
だ
が
、
そ
の
世
継
の
語
り
の
中
に
多
く
の
語
り
手
が
い
る
の
が
、
作
品
の
特
徴
の
 
 

一
つ
で
あ
る
が
、
次
の
民
部
卿
す
な
わ
ち
源
俊
賢
（
道
長
政
権
を
支
え
た
四
納
言
の
一
人
）
も
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。
 
 

こ
の
民
部
卿
殿
の
、
頭
弁
に
て
参
り
給
へ
り
削
割
に
、
御
病
い
た
く
せ
め
て
、
御
装
束
も
え
奉
ら
ざ
り
刷
紬
ば
、
御
直
衣
に
 
 

て
御
簾
の
外
に
ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
給
ふ
に
、
長
押
を
お
り
わ
づ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
女
装
束
御
手
に
取
り
て
、
形
の
や
う
に
か
づ
 
 
 

L
 
l
 

け
さ
せ
拾
ひ
じ
な
む
、
い
と
あ
は
れ
な
り
し
。
こ
と
人
の
い
と
さ
ば
か
り
な
り
た
ら
む
は
、
こ
と
や
う
な
る
べ
き
を
、
な
ほ
い
 
 
 

と
か
は
ら
か
に
あ
て
に
お
ほ
せ
じ
か
ば
、
病
づ
き
て
し
も
こ
そ
形
は
い
る
べ
か
り
嘲
紬
と
な
む
見
え
じ
と
こ
そ
、
民
部
卿
殿
ほ
 
 

常
に
宣
ふ
な
れ
。
 
 
 

こ
の
結
び
「
と
こ
そ
…
‥
・
宣
ふ
な
れ
」
が
受
け
る
内
容
は
、
「
御
直
衣
に
て
御
簾
の
外
に
＝
＝
‥
い
る
ペ
か
り
け
九
（
こ
の
「
け
り
」
 
 

は
詠
嘆
）
と
な
む
見
え
し
」
の
「
き
」
叙
述
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
直
接
話
法
の
部
分
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
「
頭
弁
 
 

に
て
参
り
給
へ
り
刷
引
に
：
・
…
え
奉
ら
ざ
り
刷
九
ば
」
は
、
間
接
話
法
で
書
き
出
さ
れ
た
た
め
に
「
け
り
」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
こ
う
い
う
間
接
・
直
接
の
二
通
り
の
話
法
を
組
み
合
わ
せ
て
一
つ
の
挿
話
を
伝
え
る
方
法
ほ
、
道
隆
伝
以
外
に
も
し
ば
し
 
 

ば
見
う
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

道
隆
の
娘
た
ち
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
 
 

三
の
御
方
は
、
冷
泉
院
の
四
の
皇
子
、
帥
宮
と
申
し
u
を
こ
そ
は
、
父
殿
婿
取
り
奉
ら
せ
給
へ
り
u
も
ー
■
後
に
は
や
が
て
御
 
 
 

仲
絶
え
に
u
封
は
、
末
の
世
は
一
条
わ
た
り
に
い
と
あ
や
し
く
て
お
は
す
る
と
ぞ
聞
こ
え
姶
ひ
u
。
 
 

ま
こ
と
に
や
、
御
心
ば
へ
な
ど
の
、
い
と
落
ち
居
ず
お
ほ
し
明
細
ほ
、
か
つ
は
宮
も
疎
み
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
り
刷
引
と
か
や
。
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客
人
な
ど
の
参
り
た
る
折
は
、
御
簾
を
い
と
高
や
か
に
押
し
や
り
て
、
御
懐
を
ひ
ろ
げ
て
立
ち
給
へ
り
け
れ
ば
、
宮
ほ
御
面
 
 
 

う
ち
赤
め
て
な
む
お
は
し
ま
し
叫
引
。
さ
ぶ
ら
ふ
人
も
、
表
の
色
た
が
ふ
心
地
し
て
、
う
つ
ぶ
し
て
な
む
、
立
た
む
も
は
し
た
 
 
 

に
術
な
か
り
桝
引
。
嘗
、
後
転
は
、
「
見
返
り
た
り
u
ま
ま
に
、
動
き
も
せ
ら
れ
ず
、
も
の
こ
そ
覚
え
ざ
り
じ
由
」
と
こ
そ
仰
 
 
 

せ
ら
れ
桝
州
。
 
 

と
あ
る
。
 
 
 

最
初
の
一
段
落
は
、
歴
史
的
事
実
で
あ
る
か
ら
「
き
」
叙
述
、
次
の
一
段
落
は
三
の
御
方
の
欠
点
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
「
け
 
 

り
」
叙
述
で
あ
る
。
最
後
の
段
落
も
、
欠
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
「
け
り
」
叙
述
に
な
っ
た
と
も
解
釈
で
き
る
が
、
宮
 
 

の
語
り
を
間
接
話
法
に
し
た
も
の
、
と
も
解
釈
で
き
る
。
そ
の
文
末
の
「
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
け
れ
」
の
「
け
れ
」
は
、
帥
官
の
言
葉
 
 

を
世
継
が
間
接
に
聞
い
て
い
る
、
す
な
わ
ち
世
継
は
宮
と
は
直
接
言
葉
を
か
わ
す
身
分
で
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
き
の
民
部
 
 

卿
俊
賢
の
言
葉
も
、
「
常
に
音
ふ
村
紬
」
と
あ
っ
て
、
世
継
の
語
り
の
中
の
語
り
手
と
、
世
継
と
の
か
か
わ
り
が
、
い
つ
も
考
慮
さ
 
 

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

三
 
伊
周
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
 
 

引
き
続
い
て
世
継
は
、
伊
周
に
つ
い
て
流
罪
の
経
緯
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

…
…
 御
官
位
取
ら
れ
て
、
た
だ
太
宰
の
権
帥
に
な
り
て
、
長
徳
二
年
四
月
二
十
四
日
に
こ
そ
は
下
り
絵
ひ
に
し
か
、
御
年
二
 
 

十
三
。
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
に
悲
し
か
り
し
こ
と
ぞ
。
 
 

さ
れ
ど
、
げ
に
必
ず
か
や
う
の
こ
と
、
わ
が
怠
り
に
て
流
さ
れ
綽
ふ
に
し
も
あ
ら
ず
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
身
に
あ
ま
り
ぬ
る
人
 
 

の
、
唐
に
も
こ
の
国
に
も
あ
る
わ
ざ
に
ぞ
侍
る
な
る
。
昔
ほ
北
野
の
御
こ
と
ぞ
か
し
」
 
 

な
ど
言
ひ
て
、
鼻
う
ち
か
む
は
ど
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
 
 

こ
れ
を
見
る
と
、
『
大
鏡
』
作
者
も
明
ら
か
に
菅
原
道
真
の
先
例
を
意
識
し
て
、
伊
周
の
運
命
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
 
 

と
が
わ
か
る
。
世
継
が
「
‥
…
・
な
ど
言
ひ
て
鼻
う
ち
か
む
」
の
は
、
「
わ
が
怠
り
」
で
流
罪
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
人
々
に
同
情
の
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涙
を
そ
そ
い
で
い
る
か
ら
で
、
こ
の
語
り
の
場
の
再
現
ほ
、
以
下
が
伊
周
の
側
に
身
を
置
い
た
語
り
に
な
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
も
 
 

の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
あ
と
ほ
「
こ
の
殿
（
伊
周
）
も
、
御
才
8
本
に
は
あ
ま
ら
せ
姶
へ
り
し
か
は
、
か
か
る
こ
と
も
お
ほ
し
ま
 
 

す
に
こ
そ
侍
り
し
か
」
と
語
り
は
じ
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
以
下
は
実
際
に
は
、
伊
周
道
長
の
供
争
い
、
双
六
の
勝
負
、
伊
周
臨
終
の
 
 

時
の
道
長
へ
の
依
頼
の
三
つ
の
挿
話
を
通
じ
て
、
直
接
に
政
敵
で
あ
っ
た
道
長
側
に
身
を
置
い
た
叙
述
を
な
し
て
行
く
。
そ
こ
が
道
 
 

真
の
場
合
と
こ
と
な
っ
た
扱
い
に
な
る
。
 
 
 

藤
原
袈
裟
雄
氏
「
藤
原
道
長
と
大
鏡
」
 
（
国
学
院
雑
誌
昭
4
8
・
2
）
は
、
史
実
で
は
道
長
に
と
っ
て
手
強
い
政
敵
で
あ
っ
た
伊
周
 
 

が
、
『
大
鏡
』
で
は
無
能
な
男
と
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
長
徳
の
変
や
そ
の
契
機
と
な
っ
た
大
口
論
、
七
粂
大
路
で
の
乱
闘
な
ど
 
 

が
一
つ
も
善
か
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
に
注
意
し
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
道
長
の
偉
大
さ
を
き
わ
だ
た
せ
る
た
め
の
作
為
と
し
て
い
 
 

る
。
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
『
大
鏡
』
の
配
置
L
た
挿
話
を
見
て
行
こ
う
。
 
 
 

ま
ず
第
一
の
挿
話
ほ
、
召
還
さ
れ
た
あ
と
の
伊
周
に
つ
い
て
、
「
い
と
見
苦
し
き
こ
と
の
み
、
い
か
に
聞
え
侍
り
し
も
の
」
の
例
 
 

と
し
て
、
 
 
 

内
に
参
ら
せ
給
ひ
別
封
に
、
北
の
陣
よ
り
入
ら
せ
給
ひ
て
酉
ぎ
ま
に
お
は
し
ま
す
に
…
…
「
や
や
」
と
仰
せ
ら
れ
桝
州
ど
、
狭
 
 
 

き
所
に
無
人
ほ
い
と
多
く
払
は
れ
て
、
挿
し
か
け
ら
れ
奉
り
ぬ
れ
は
、
と
み
に
も
え
退
か
で
、
い
と
こ
そ
不
便
に
侍
り
嘲
紬
。
 
 

と
「
け
り
」
叙
述
で
語
っ
た
あ
と
、
「
そ
れ
は
げ
に
御
罪
に
あ
ら
ゎ
ど
、
た
だ
華
や
か
な
る
御
歩
き
、
振
舞
を
せ
さ
せ
給
は
ず
ほ
、
 
 

さ
や
う
に
軽
々
し
き
こ
と
お
は
し
ま
す
べ
き
こ
と
か
は
、
と
ぞ
か
し
」
と
、
伊
周
に
同
情
し
た
感
想
を
述
べ
る
q
し
か
も
そ
の
感
想
 
 

も
、
「
と
ぞ
か
し
」
と
、
世
継
自
身
の
評
価
で
な
く
、
人
々
の
時
に
ょ
る
評
価
と
い
う
含
み
を
持
た
せ
て
、
微
妙
な
感
覚
を
伝
え
て
 
 

い
る
。
 
 
 

第
二
の
挿
話
ほ
、
 
 

ま
た
入
道
殿
（
道
長
）
、
御
岳
に
参
ら
せ
給
へ
り
し
道
に
て
、
帥
殿
（
伊
周
）
の
方
よ
り
便
な
き
こ
と
あ
る
ペ
し
と
聞
こ
え
 
 

て
、
常
よ
り
も
世
を
恐
れ
さ
せ
給
ひ
て
、
平
ら
か
に
帰
ら
せ
給
へ
る
に
、
可
叫
矧
も
：
：
‥
 
 

と
、
道
長
に
対
し
て
伊
周
を
「
か
の
殿
」
と
遠
い
存
在
と
し
て
語
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
が
道
隆
、
伊
周
伝
で
あ
る
こ
と
を
一
瞬
忘
れ
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て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
以
下
の
語
り
も
、
明
ら
か
に
道
長
側
に
身
を
置
い
て
述
べ
ら
れ
て
、
「
か
や
う
の
こ
と
さ
へ
、
帥
殿
は
 
 

常
に
負
け
奉
ら
せ
袷
ひ
て
ぞ
ま
か
で
さ
せ
拾
ひ
け
る
」
と
、
伊
周
の
敗
者
ぶ
り
に
ほ
と
ん
ど
同
情
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

そ
L
て
第
三
の
挿
話
も
、
寛
弘
七
年
三
七
歳
で
伊
周
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
「
き
」
叙
述
で
語
っ
た
の
ち
に
、
 
 

か
ぎ
り
の
御
病
と
て
も
、
い
た
う
苦
し
が
り
給
ふ
こ
と
も
な
か
り
桝
引
。
御
し
は
ぶ
き
病
に
や
な
ど
思
し
け
l
引
ほ
ど
に
、
重
 
 
 

り
給
ひ
に
刷
れ
l
ば
、
修
法
せ
む
と
て
僧
召
せ
ど
、
参
る
も
な
き
に
、
い
か
が
ほ
せ
む
と
て
、
道
雅
の
君
を
御
便
に
て
入
道
厳
に
 
 
 

申
し
給
へ
り
桝
引
。
：
…
・
い
と
た
い
だ
い
し
き
御
幸
に
も
あ
る
か
な
」
と
い
み
じ
う
驚
か
せ
給
ひ
て
「
誰
を
召
し
た
る
に
参
ら
 
 
 

ぬ
ぞ
」
な
ど
く
は
し
く
問
ほ
せ
給
ふ
。
な
に
が
し
阿
闇
梨
を
こ
そ
は
奉
ら
せ
給
ひ
じ
由
。
 
 

と
、
伊
周
の
臨
終
に
修
法
の
僧
が
誰
も
い
な
い
の
で
、
頼
ま
れ
た
道
長
が
快
く
阿
閣
梨
を
派
遣
す
る
と
い
う
度
量
の
広
さ
を
讃
え
た
 
 

詣
で
あ
る
。
そ
の
結
び
を
「
奉
ら
せ
給
ひ
u
封
」
と
し
て
い
る
の
ほ
、
伊
局
側
が
遠
い
「
け
り
」
叙
述
で
あ
る
の
に
対
し
、
道
長
側
 
 

に
身
を
置
い
た
結
果
「
き
」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
挿
話
全
体
に
対
す
る
語
り
手
の
感
想
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
 
 

さ
れ
ど
、
世
の
末
は
人
の
心
も
弱
く
な
り
に
削
割
に
や
、
「
悪
し
く
て
お
ば
し
ま
す
」
な
ど
申
し
じ
由
ど
、
元
方
の
大
納
言
 
 

の
や
う
に
や
は
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
な
。
ま
た
入
道
殿
下
の
な
ほ
す
ぐ
れ
さ
せ
給
へ
る
威
の
い
み
じ
き
に
侍
る
め
り
。
老
の
波
に
 
 

言
ひ
過
し
も
ぞ
し
侍
る
」
 
 

と
気
色
だ
ち
て
、
こ
の
ほ
ど
ほ
う
ち
さ
さ
め
く
。
 
 

「
人
の
心
も
弱
く
な
り
に
け
l
割
に
や
」
と
「
…
…
な
ど
申
し
じ
射
ど
」
と
の
関
係
ほ
、
「
ひ
さ
し
く
お
は
し
ま
す
ま
じ
か
り
け
れ
ば
 
 

に
や
、
出
家
し
て
失
せ
給
ひ
に
軒
」
 
（
兼
通
伝
）
と
同
じ
く
、
語
り
手
の
推
測
と
事
実
と
を
組
み
合
わ
せ
た
言
い
方
で
あ
る
。
「
元
 
 

方
の
大
納
言
」
ほ
、
外
孫
の
立
太
子
の
願
い
叶
わ
ず
、
藤
原
師
輔
ら
に
た
た
っ
た
藤
原
元
方
を
さ
す
。
元
方
の
よ
う
に
死
霊
と
な
っ
 
 

て
伊
周
が
怨
み
を
は
ら
さ
な
い
の
は
、
「
世
の
末
の
人
の
心
」
 
の
弱
さ
で
あ
り
、
道
長
の
威
厳
の
す
ば
ら
L
さ
で
あ
る
と
、
語
り
手
 
 

は
批
評
し
て
い
る
。
 
 
 

『
小
右
記
』
長
和
四
年
一
二
月
一
三
日
の
粂
に
ほ
、
伊
周
の
霊
が
頼
通
に
と
り
つ
い
た
と
い
う
情
報
が
記
さ
れ
て
い
て
、
語
注
釈
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書
は
こ
れ
を
引
く
。
し
か
し
『
小
右
記
』
ほ
、
道
長
の
政
敵
小
野
宮
実
資
の
側
が
得
た
情
報
を
記
す
の
で
あ
っ
て
、
道
長
・
析
通
側
 
 

の
体
験
と
し
て
ほ
伊
周
の
霊
の
出
現
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
 
（
『
栄
華
物
語
』
は
こ
の
時
の
霊
は
、
具
平
親
王
と
す
る
）
。
『
大
鏡
』
 
 

作
者
も
、
伊
周
が
死
霊
と
な
っ
て
た
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
、
「
世
の
末
は
人
の
心
も
弱
く
な
り
に
け
る
に
や
、
悪
 
 

し
く
お
は
し
ま
す
な
ど
申
し
し
か
ど
」
と
世
継
に
言
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
よ
う
に
伊
周
を
論
じ
て
、
全
体
と
し
て
は
決
し
て
道
長
に
不
利
な
こ
と
を
言
っ
た
り
、
き
び
し
く
指
弾
す
る
所
は
な
い
。
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
継
が
「
老
の
波
に
言
ひ
過
ぐ
し
も
ぞ
し
侍
る
」
と
結
び
、
「
こ
の
ほ
ど
は
う
ち
さ
さ
め
く
」
と
小
声
に
な
る
 
 

の
ほ
、
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
、
筆
禍
を
恐
れ
る
作
者
の
、
そ
こ
は
か
と
な
い
用
心
の
な
せ
る
わ
ざ
、
と
し
て
す
ま
せ
る
こ
と
 
 

も
で
き
る
。
し
か
し
「
筆
禍
を
恐
れ
る
」
と
こ
ろ
に
、
伊
周
に
対
す
る
思
い
入
れ
が
存
在
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
伊
周
に
触
れ
 
 

た
前
段
の
結
び
に
お
い
て
、
「
昔
は
北
野
の
御
事
ぞ
か
し
」
と
雷
に
な
っ
て
藤
原
氏
に
た
た
っ
た
道
真
の
例
を
あ
げ
、
そ
し
て
こ
の
 
 

結
び
で
伊
間
が
道
長
一
統
に
た
た
る
こ
と
の
可
能
性
に
触
れ
て
、
「
元
方
の
大
納
言
の
や
う
に
」
と
先
例
と
な
る
人
物
の
実
名
を
あ
 
 

げ
る
。
そ
こ
に
は
「
御
才
日
本
に
は
余
ら
せ
給
へ
り
し
」
伊
周
に
対
す
る
同
情
が
、
語
り
手
の
心
の
底
に
あ
ろ
う
り
 
そ
れ
を
意
識
し
 
 

て
の
「
言
ひ
過
し
」
を
お
そ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

な
お
、
こ
れ
ら
の
挿
話
が
、
次
に
取
り
あ
げ
る
隆
家
関
係
の
挿
話
と
、
対
比
的
な
配
列
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ほ
、
下
谷
雅
美
氏
 
 

「
『
大
鏡
』
 
に
お
け
る
伊
周
・
隆
家
」
（
『
大
和
物
語
・
大
鏡
探
究
』
二
松
学
舎
大
雨
海
研
究
室
昭
6
0
刊
所
収
）
 
の
す
で
に
指
摘
す
る
 
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
A
（
伊
周
関
係
の
挿
話
を
こ
の
記
号
で
示
す
）
花
山
院
属
件
に
よ
っ
て
失
脚
・
失
意
1
a
（
隆
家
関
係
 
 

の
挿
話
を
こ
の
記
号
で
示
す
）
失
意
の
中
で
帰
洛
、
道
長
の
弁
明
を
受
け
る
、
B
帰
洛
し
て
の
ち
道
長
に
会
い
恥
を
さ
ら
す
1
b
道
 
 

長
邸
で
道
長
に
慰
め
ら
れ
て
気
嫌
を
直
す
、
C
道
長
を
お
そ
れ
恐
縮
し
て
道
長
邸
に
参
上
す
る
1
C
】
粂
帝
の
あ
と
敦
康
親
王
の
立
 
 

太
子
実
現
せ
ず
帝
を
非
難
す
る
。
以
下
ほ
紹
介
を
略
す
る
が
、
一
つ
ず
つ
ず
れ
た
挿
話
の
配
列
に
、
多
く
は
道
長
と
の
か
か
わ
り
に
 
 

お
い
て
、
作
者
は
隆
家
を
高
く
評
価
し
、
伊
周
を
低
く
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
下
谷
氏
の
結
論
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
は
確
か
に
 
 

そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
伊
周
に
関
す
る
挿
話
ほ
よ
く
読
め
は
、
底
流
に
伊
周
を
評
価
し
て
そ
の
運
命
に
同
情
を
寄
せ
た
も
の
が
あ
る
 
 

こ
と
を
、
私
ほ
拍
摘
し
た
の
で
あ
る
。
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四
 
隆
家
関
係
の
記
事
に
つ
い
て
 
 

こ
の
帥
殿
の
一
つ
腹
の
、
十
七
に
て
中
納
言
に
な
り
な
ど
し
て
、
世
の
中
の
さ
が
な
者
と
言
は
れ
給
ひ
し
殿
の
、
御
童
名
は
 
 

阿
古
君
ぞ
か
し
。
 
 
 

隆
家
に
つ
い
て
語
り
出
す
こ
の
一
文
が
、
す
で
に
彼
に
対
す
る
好
感
を
示
し
て
お
り
、
隆
家
ほ
『
大
鏡
』
作
者
好
み
の
人
物
の
一
 
 

人
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ほ
、
道
長
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
性
格
づ
け
を
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
 
 

と
を
、
以
下
に
述
べ
た
い
。
 
 
 

隆
家
関
係
の
記
事
ほ
、
い
く
つ
も
の
挿
話
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
が
、
第
一
は
、
罪
を
許
さ
れ
て
帰
洛
し
た
あ
と
、
道
長
の
賀
茂
 
 

詣
で
に
供
奉
し
た
時
の
挿
話
で
あ
る
。
 
 

あ
ま
た
の
人
々
の
下
溝
に
な
り
て
、
か
た
が
た
す
さ
ま
じ
う
思
さ
れ
な
が
ら
歩
か
せ
絵
ふ
に
、
御
賀
茂
詣
で
に
仕
り
姶
へ
る
 
 

に
、
む
げ
に
下
り
て
お
は
す
る
が
い
と
は
し
く
て
、
殿
（
道
長
）
の
御
車
に
乗
せ
奉
ら
せ
給
ひ
て
、
御
物
語
こ
ま
や
か
な
る
つ
 
 

い
で
に
、
「
一
年
の
こ
と
は
、
お
の
れ
が
申
し
行
ふ
と
ぞ
、
世
の
中
に
言
ひ
侍
り
け
る
。
そ
こ
に
も
し
か
ぞ
思
し
け
む
。
さ
れ
 
 

ど
、
さ
も
な
か
り
し
こ
と
な
り
。
宣
旨
な
ら
ぬ
こ
と
、
一
言
に
て
も
加
へ
て
侍
ら
ま
し
か
ば
、
こ
の
御
社
に
か
く
て
参
り
な
ま
 
 
 

し
や
。
天
道
も
見
給
ふ
ら
む
、
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
」
と
も
ま
め
や
か
に
童
は
せ
じ
な
む
、
「
な
か
な
か
に
面
置
か
む
方
な
く
、
 
 
 

術
な
く
お
ぼ
え
し
」
と
こ
そ
後
に
官
ひ
刷
州
。
 
 

そ
れ
も
こ
の
殿
に
お
は
す
れ
は
、
さ
や
う
に
仰
せ
ら
る
る
ぞ
。
帥
殿
に
は
さ
ま
で
も
や
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
刷
引
。
 
 
 

こ
の
挿
話
は
、
全
体
と
し
て
ほ
「
け
り
」
叙
述
で
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
童
は
せ
じ
な
む
」
が
例
外
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
 
 

か
し
こ
れ
ほ
本
来
「
術
な
く
お
ぼ
え
い
」
と
照
応
す
る
、
隆
家
の
言
葉
の
一
部
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
挿
話
の
終
り
の
方
は
、
 
 

隆
家
の
語
り
と
い
う
内
容
形
式
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
最
初
の
方
ほ
、
「
い
と
は
し
く
て
」
が
道
長
の
感
情
表
現
で
あ
る
こ
と
に
 
 

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
道
長
例
の
視
点
で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
分
裂
は
、
道
長
の
本
能
的
と
も
言
う
べ
き
懐
柔
ぶ
り
と
、
 
 

隆
家
の
誇
り
高
い
が
善
良
な
受
け
と
め
方
と
、
二
つ
の
内
容
を
一
つ
に
し
て
描
こ
う
と
し
た
た
め
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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第
二
の
挿
話
は
、
土
御
門
邸
に
お
け
る
御
遊
の
時
の
道
長
と
隆
家
と
の
応
酬
で
、
こ
れ
も
帰
洛
後
の
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
、
敦
 
 

康
親
王
の
立
太
子
を
め
ぐ
る
短
か
い
挿
話
も
、
帰
洛
後
の
こ
と
で
、
「
け
り
」
叙
述
で
終
始
L
て
い
る
。
一
箇
所
、
「
世
の
人
ほ
 
 

『
…
…
』
と
ぞ
思
ひ
申
し
た
め
り
u
射
ど
も
」
と
あ
る
の
は
、
世
人
の
噂
を
世
継
が
直
接
耳
に
し
た
と
い
う
表
現
で
あ
る
か
ら
、
矛
 
 

盾
ほ
な
い
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
第
四
の
三
条
院
の
大
昔
会
御
楔
の
時
の
挿
話
は
「
き
」
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
 
 

三
条
院
の
大
嘗
会
御
楔
に
、
き
ら
め
か
せ
絵
へ
り
u
さ
ま
な
ど
こ
そ
ー
常
よ
り
も
こ
と
な
り
u
由
。
人
の
、
こ
の
際
は
、
さ
 
 
 

り
と
も
く
づ
ほ
れ
給
ひ
な
む
、
と
思
ひ
た
り
し
所
を
た
が
へ
む
と
、
思
し
た
り
u
な
め
り
。
さ
や
う
な
る
所
の
お
は
し
ま
し
u
 
 
 

な
り
。
節
会
・
行
幸
に
は
、
横
練
襲
奉
ら
ぬ
こ
と
な
る
を
、
単
衣
を
青
く
て
つ
け
さ
せ
給
へ
れ
ば
、
紅
葉
襲
に
て
ぞ
見
え
刷
 
 
 

引
。
表
の
御
袴
、
竜
胆
の
二
重
織
物
に
て
、
い
と
め
で
た
く
け
う
ら
に
こ
そ
、
き
ら
め
か
せ
給
へ
り
‖
聖
 
 
 

こ
れ
は
、
語
り
手
世
継
が
直
接
に
見
た
風
景
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
身
分
上
、
当
然
あ
り
得
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
中
 
 

で
一
箇
所
、
「
紅
葉
襲
に
て
ぞ
見
え
劉
」
と
あ
る
の
は
、
世
継
が
充
分
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
い
う
感
覚
を
示
し
て
、
話
 
 

に
現
実
性
を
加
味
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

第
五
の
、
張
病
か
ら
太
宰
大
武
を
希
望
し
て
行
く
挿
話
も
、
こ
の
語
り
の
基
本
姿
勢
を
受
け
て
、
や
は
り
「
き
」
叙
述
で
語
ら
れ
 
 

て
行
く
。
文
中
、
一
箇
所
だ
け
「
『
こ
こ
ろ
み
に
な
ら
ば
や
』
と
申
し
潜
ふ
刷
州
ば
」
と
あ
る
の
は
、
世
継
の
知
ら
な
い
所
で
の
隆
 
 

家
の
言
動
を
と
ら
え
た
表
現
で
あ
る
。
 
 
 

挿
話
の
後
半
で
、
 
 

か
の
国
に
お
は
し
ま
し
u
ほ
ど
、
刀
夷
国
の
老
に
は
か
に
こ
の
国
を
討
ち
取
ら
む
と
や
思
ひ
け
む
、
越
え
来
た
り
刷
引
に
、
 
 
 

筑
紫
に
は
か
ね
て
用
意
も
な
く
、
大
武
殿
、
弓
矢
の
本
末
も
知
り
給
は
ね
ば
、
い
か
が
と
思
し
刷
れ
l
ど
、
大
和
心
か
し
こ
く
お
 
 

ほ
す
る
人
に
て
、
筑
後
・
肥
前
・
肥
後
、
九
囲
の
人
を
お
こ
L
給
ふ
を
は
さ
る
こ
と
に
て
、
府
の
内
に
仕
う
ま
つ
る
人
を
さ
へ
 
 
 

お
し
こ
り
て
、
戦
は
せ
給
ひ
嘲
れ
l
ば
、
か
や
つ
が
方
の
老
ど
も
い
と
多
く
死
に
叫
る
l
は
。
 
 

さ
は
言
へ
ど
、
家
高
く
お
は
L
ま
す
故
に
、
い
み
じ
か
り
u
こ
と
、
平
ら
げ
給
へ
る
殿
ぞ
か
し
。
 
 
 



『大鏡』道隆伝について   

時
平
伝
中
の
道
真
関
係
の
記
事
で
、
平
安
京
に
お
け
る
出
来
事
が
「
き
」
叙
述
、
遠
い
筑
紫
に
お
け
る
出
来
事
が
「
け
り
」
叙
述
 
 

で
使
い
わ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
筑
紫
に
お
け
る
出
来
事
は
「
け
り
」
叙
述
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
前
後
は
「
き
」
 
 

叙
述
で
隆
家
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
が
、
ふ
り
か
え
っ
て
第
四
の
三
条
院
の
大
嘗
会
御
礫
の
時
の
挿
話
を
世
継
の
直
接
見
た
行
事
と
 
 

設
定
し
て
「
き
」
叙
述
に
し
た
の
は
、
こ
の
第
五
の
挿
話
に
お
け
る
使
い
分
け
を
意
識
し
て
、
そ
の
前
哨
と
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
 
 

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

以
下
で
も
、
も
う
一
回
、
筑
紫
関
係
の
記
事
を
「
け
り
」
叙
述
で
語
っ
て
、
こ
の
挿
話
の
最
後
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
 
 

こ
の
ほ
ど
の
こ
と
も
か
く
い
み
じ
う
し
た
た
め
拾
へ
る
に
、
入
道
殿
、
な
ほ
こ
の
帥
殿
を
捨
て
ぬ
も
の
に
思
ひ
聞
え
さ
せ
給
 
 

へ
る
な
り
。
さ
れ
ば
に
や
、
世
に
も
い
と
ふ
り
捨
て
が
た
き
覚
え
に
て
こ
そ
お
は
す
め
れ
。
御
門
に
は
、
い
つ
か
は
馬
・
車
の
 
 

三
つ
四
つ
絶
ゆ
る
時
あ
る
。
ま
た
、
道
も
さ
り
あ
へ
ず
立
つ
折
も
あ
る
ぞ
か
し
。
 
 
 

「
こ
の
は
ど
の
こ
と
も
か
く
い
み
じ
う
し
た
た
め
給
へ
る
に
」
は
、
筑
紫
に
お
け
る
隆
家
の
処
置
を
さ
し
て
い
る
の
だ
が
「
も
」
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
第
一
の
挿
話
か
ら
の
全
体
を
受
け
た
ま
と
め
に
も
ふ
さ
わ
し
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
あ
と
、
第
六
の
挿
話
は
「
ま
 
 

こ
と
に
世
に
あ
ひ
て
華
や
ぎ
給
へ
り
し
l
折
、
こ
の
帥
殿
は
花
山
院
と
あ
ら
が
ひ
ご
と
申
さ
せ
給
へ
り
じ
ほ
ど
よ
。
い
と
不
思
議
な
り
 
 

M
こ
と
ぞ
か
し
」
と
、
や
や
時
間
を
さ
か
の
ば
っ
て
、
隆
家
が
長
和
≡
年
（
一
〇
一
三
）
太
宰
府
に
着
任
す
る
以
前
、
花
山
院
の
側
 
 

か
ら
す
れ
ば
、
熊
野
修
行
の
生
活
を
へ
て
洛
中
で
在
俗
同
様
の
生
活
に
ほ
い
っ
た
正
暦
三
年
（
九
九
二
）
頃
か
ら
崩
御
の
寛
弘
五
年
 
 

（
一
〇
〇
八
）
ま
で
の
間
の
出
来
事
に
な
る
。
 
 
 

年
時
順
の
配
列
を
無
視
し
て
、
隆
家
関
係
の
挿
話
の
最
後
に
な
ぜ
こ
の
話
を
置
い
た
か
、
大
鏡
全
体
を
通
じ
て
花
山
院
の
登
場
す
 
 

る
説
話
を
ふ
り
か
え
っ
て
考
え
て
み
た
い
。
 
 

五
 
花
山
院
関
係
の
挿
話
に
つ
い
て
 
 

こ
の
話
の
内
容
は
、
「
『
わ
ぬ
し
な
り
と
も
、
わ
が
門
は
え
渡
ら
じ
』
と
仰
せ
ら
れ
桝
抽
ば
…
：
」
以
下
、
「
＝
…
・
院
は
勝
ち
え
さ
 
 

せ
給
へ
り
別
封
を
、
い
み
じ
と
思
し
た
る
さ
ま
も
、
事
し
も
あ
れ
、
ま
こ
と
し
き
事
の
や
う
な
り
」
と
「
け
り
」
叙
述
で
終
始
し
て
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い
る
。
牛
革
に
乗
っ
た
ま
ま
花
山
院
邸
の
門
前
を
通
れ
る
か
ど
う
か
、
通
す
ま
い
と
大
石
や
杖
な
ど
用
意
し
て
打
ち
か
か
る
と
い
う
 
 

よ
う
な
自
由
奔
放
な
喧
嘩
こ
そ
、
作
者
の
好
む
所
で
あ
る
が
、
さ
き
に
引
い
た
下
谷
雅
美
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
挿
話
は
、
伊
周
 
 

が
後
一
条
帝
誕
生
の
七
夜
に
序
代
を
書
い
て
、
世
の
不
評
を
買
う
挿
話
と
、
対
照
的
に
配
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
そ
 
 

の
通
り
で
、
王
威
に
対
し
二
人
ほ
、
最
終
的
に
と
も
に
「
王
威
は
い
み
じ
き
も
の
」
と
感
ず
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
伊
周
 
 

が
卑
屈
で
あ
る
の
に
、
隆
家
は
対
等
に
わ
た
り
合
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
対
照
の
効
果
を
考
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
丹
波
正
三
氏
「
大
鏡
に
お
け
る
花
山
院
説
話
の
性
格
」
（
平
安
文
学
研
究
五
〇
号
昭
4
8
・
7
）
は
、
『
大
鏡
』
の
ほ
か
『
栄
花
 
 

物
語
』
そ
の
他
に
収
め
ら
れ
た
花
山
院
説
話
を
調
査
分
類
し
、
『
大
鏡
』
で
は
院
の
性
格
が
異
常
面
で
深
く
と
ら
え
ら
れ
『
栄
花
』
 
 

で
ほ
好
色
面
に
中
心
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
『
栄
花
』
が
時
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
群
像
の
一
人
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
の
に
対
 
 

し
、
『
大
鏡
』
は
人
物
中
心
で
あ
る
が
ゆ
え
に
掘
り
下
げ
が
深
ま
っ
て
い
る
と
い
う
相
違
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
平
出
克
彦
氏
 
 

「
『
大
鏡
』
に
み
る
作
者
の
花
山
院
観
」
 
（
『
大
和
物
語
・
大
鏡
探
求
』
二
松
学
舎
大
雨
海
研
究
室
昭
6
0
刊
所
収
）
は
、
総
体
と
し
て
 
 

花
山
院
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る
か
を
ま
と
め
て
有
益
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
対
し
私
は
、
道
長
伝
へ
運
ん
で
行
く
過
程
の
上
で
、
ど
う
 
 

い
う
節
目
に
花
山
院
挿
話
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
『
大
鏡
』
の
構
成
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
 
 
 

な
お
そ
の
場
合
、
「
女
君
一
所
は
、
花
山
院
の
御
時
の
女
御
、
い
み
じ
う
時
に
お
は
せ
し
ほ
ど
に
、
失
せ
給
ひ
に
き
」
（
為
光
伝
）
 
 

の
よ
う
に
、
花
山
院
の
母
あ
る
い
ほ
後
宮
の
女
性
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
所
1
他
に
実
額
伝
、
頼
患
伝
、
師
輔
伝
、
伊
ヂ
伝
の
 
 

一
部
、
兼
遺
伝
で
「
花
山
院
」
の
名
が
出
て
く
る
所
は
、
除
く
。
ま
た
道
隆
伝
で
、
「
ま
た
の
年
、
花
山
院
の
御
こ
と
出
で
来
て
御
 
 

官
位
と
ら
れ
て
…
：
⊥
と
、
伊
周
の
失
脚
に
触
れ
る
と
こ
ろ
も
、
今
ほ
別
に
し
て
よ
い
程
度
の
叙
述
で
あ
る
。
 
 
 

そ
う
す
る
と
、
有
紀
に
お
け
る
花
山
天
皇
紀
（
第
一
）
、
伊
ヂ
伝
の
後
半
で
伊
声
の
子
義
憤
に
か
ら
ん
で
長
く
語
ら
れ
る
花
山
院
 
 

の
逸
話
の
数
々
 
（
第
二
～
第
九
）
、
そ
し
て
こ
の
道
隆
の
子
隆
家
と
の
交
渉
の
逸
話
（
第
一
〇
）
、
道
長
伝
に
お
け
る
胆
試
し
挿
話
 
 

（
第
一
一
）
、
雑
々
物
語
に
お
け
る
石
清
水
臨
時
祭
の
時
の
こ
と
（
第
一
二
）
が
、
『
大
鏡
』
全
体
を
通
じ
て
ま
と
ま
っ
た
花
山
院
挿
 
 

話
と
な
る
。
 
 
 

第
一
の
帯
紐
に
お
け
る
挿
話
ほ
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
系
譜
的
な
こ
と
を
「
き
」
叙
述
で
語
っ
た
あ
と
、
「
け
り
」
叙
述
で
退
位
 
 
 



『大歳』道隆伝について  

事
件
を
沼
介
す
る
。
直
接
の
行
動
老
は
道
兼
で
、
そ
の
父
兼
家
（
大
入
道
殿
）
は
遠
景
と
し
て
背
後
に
い
る
登
場
の
さ
せ
方
で
あ
 
 

る
。
別
の
資
料
で
は
、
兼
家
は
道
隆
・
道
綱
に
も
命
じ
て
事
件
に
関
与
さ
せ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
『
大
鏡
』
は
他
の
兄
弟
の
名
を
略
 
 

し
て
、
も
っ
ぱ
ら
道
兼
を
悪
役
と
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
道
隆
伝
に
続
く
道
兼
伝
に
お
い
て
「
‥
…
・
栗
田
殿
（
道
兼
）
花
山
院
す
 
 

か
し
お
ろ
し
奉
り
…
＝
」
 
「
…
…
そ
の
ゆ
ゑ
ほ
、
花
山
院
を
ば
裁
こ
そ
す
か
し
お
ろ
し
奉
り
た
れ
、
さ
れ
ば
関
白
を
も
譲
ら
せ
給
ふ
 
 

べ
き
な
り
、
と
い
ふ
御
恨
み
な
り
け
り
」
と
い
う
言
辞
が
見
え
る
。
 
 
 

伊
芦
伝
で
は
、
「
ま
た
一
条
摂
政
巌
（
伊
ヂ
）
 
の
御
男
子
、
花
山
院
の
御
時
、
帝
の
御
舅
に
て
、
義
憤
の
中
納
言
と
聞
こ
え
し
」
 
 

と
義
懐
を
紹
介
し
た
あ
と
、
「
内
劣
り
の
外
め
で
た
」
と
評
さ
れ
る
花
山
院
に
つ
い
て
、
八
話
に
及
ぷ
挿
話
を
つ
ら
ね
て
い
る
。
 
 
 

そ
の
第
一
、
全
体
を
通
し
て
は
第
二
の
挿
話
は
、
賀
茂
の
捉
時
条
に
舞
人
の
乗
る
馬
に
花
山
天
皇
が
乗
っ
て
興
じ
た
浅
ま
し
い
ふ
 
 

る
ま
い
を
、
義
懐
が
た
く
み
に
収
拾
し
た
話
で
あ
る
。
花
山
院
に
と
っ
て
名
誉
な
詣
で
は
な
い
か
ら
、
「
け
り
」
叙
述
で
語
ら
れ
て
 
 

い
る
が
、
注
意
す
べ
き
ほ
、
 
 

こ
の
入
道
殿
（
道
長
）
も
舞
人
に
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
こ
の
頃
、
語
ら
せ
絵
ふ
な
る
を
、
伝
へ
て
承
は
る
な
り
。
 
 

と
、
道
長
の
見
聞
し
た
こ
と
が
、
彼
の
絶
頂
期
、
道
長
の
ロ
か
ら
語
ら
れ
た
の
が
伝
わ
っ
た
の
だ
と
い
う
紹
介
を
し
て
い
る
こ
と
で
 
 

あ
る
。
こ
の
挿
話
の
末
尾
に
は
、
あ
た
か
も
総
評
の
よ
う
に
、
 
 

こ
れ
な
ら
ず
、
ひ
た
ぶ
る
に
色
に
は
い
た
く
も
見
え
ず
、
た
だ
御
本
性
の
け
し
か
ら
ぬ
さ
ま
に
見
え
さ
せ
姶
へ
ば
、
い
と
大
 
 

事
に
ぞ
。
さ
れ
ば
源
氏
部
卿
（
俊
賢
）
は
、
「
冷
泉
院
の
狂
ひ
よ
り
は
、
花
山
院
の
狂
ひ
は
術
な
き
も
の
な
れ
」
と
申
し
給
ひ
 
 
 

け
れ
ば
、
入
道
殿
は
、
「
い
と
不
便
な
る
こ
と
を
も
申
さ
る
る
か
な
」
と
仰
せ
ら
れ
な
が
ら
、
い
と
い
み
じ
う
実
は
せ
給
ひ
桝
 
 

引
。
 
 

と
あ
る
文
章
中
で
も
、
花
山
院
を
批
評
し
、
見
る
人
と
し
て
道
長
が
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
俊
資
と
道
長
の
姿
の
意
味
す
 
 

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
引
い
た
小
峯
和
明
氏
の
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 

第
三
の
挿
話
以
下
は
、
は
ぼ
年
代
順
に
並
ん
で
い
る
。
 
 

こ
の
義
憤
の
中
納
言
の
御
出
家
、
惟
成
の
弁
の
勧
め
聞
こ
え
ら
れ
た
り
刷
引
と
ぞ
。
い
み
じ
う
至
り
あ
り
刷
引
人
に
て
、
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「
今
さ
ら
に
、
よ
そ
人
に
て
交
ら
ひ
給
ほ
む
見
苦
し
か
り
な
む
」
と
聞
こ
え
さ
せ
け
れ
ば
、
げ
に
さ
も
と
い
と
ど
思
し
て
、
な
 
 
 

り
給
ひ
に
u
を
、
も
と
よ
り
お
こ
し
給
は
ね
道
心
な
れ
ば
、
い
か
が
と
人
思
ひ
聞
こ
え
u
測
ど
、
落
ち
屠
給
へ
る
御
心
の
本
性
 
 
 

な
れ
は
、
僻
怠
な
く
行
ひ
給
ひ
て
、
失
せ
給
ひ
に
じ
ぞ
か
し
。
 
 
 

義
憤
の
出
家
に
つ
い
て
、
惟
成
の
弁
と
応
酬
し
て
い
る
過
去
に
つ
い
て
は
「
け
り
」
叙
述
で
、
出
家
し
て
し
ま
っ
て
か
ら
の
ち
に
 
 

つ
い
て
は
「
き
」
叙
述
で
と
い
う
使
い
分
け
で
、
事
の
進
行
が
詰
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
と
に
ほ
義
憤
の
子
た
ち
に
つ
い
て
述
べ
て
 
 

第
三
の
挿
話
を
結
ぷ
。
 
 
 

弟
四
の
挿
話
か
ら
、
花
山
院
そ
の
人
の
話
に
な
る
の
だ
キ
そ
の
最
初
ほ
花
山
院
の
熊
野
修
行
を
現
在
形
叙
述
で
語
り
、
駿
競
べ
 
 

に
つ
い
て
は
「
け
り
」
叙
述
、
批
評
は
現
在
形
叙
述
で
結
ん
で
い
る
。
批
評
の
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
、
さ
る
こ
と
に
侍
り
。
験
も
晶
に
よ
る
こ
と
な
れ
ば
、
い
み
じ
き
行
ひ
人
な
り
と
も
、
い
か
で
か
な
ず
ら
ひ
申
さ
む
。
 
 

前
生
の
御
戒
力
に
、
ま
た
国
王
の
位
を
捨
て
給
へ
る
出
家
の
御
功
徳
、
限
り
な
き
御
幸
に
こ
そ
お
は
し
ま
す
ら
め
。
行
末
ま
で
 
 

も
、
さ
ば
か
り
な
ら
せ
給
ひ
な
む
御
心
に
ほ
、
憾
思
せ
き
せ
給
ふ
べ
き
こ
と
か
ほ
な
。
 
 
 

こ
の
あ
と
第
五
話
が
、
 
 

そ
れ
に
、
い
と
あ
や
し
く
な
ら
せ
給
ひ
に
じ
御
心
あ
や
ま
ち
も
、
た
だ
御
物
怪
の
し
奉
り
ぬ
る
に
こ
そ
は
停
め
り
u
射
。
中
 
 

に
も
冷
泉
院
の
南
の
院
に
お
は
し
ま
し
し
時
、
焼
亡
あ
り
し
夜
、
御
と
ぶ
ら
ひ
に
参
ら
せ
給
へ
り
し
有
様
こ
そ
、
不
思
議
に
さ
 
 

ぷ
ら
ひ
し
か
。
 
 

と
「
き
」
叙
述
で
展
開
す
る
。
世
継
自
身
が
「
‥
：
：
さ
ま
ざ
ま
興
あ
る
こ
と
を
も
見
聞
く
か
な
と
、
お
ぼ
え
さ
ぶ
ら
ひ
ぃ
」
と
語
る
 
 

よ
う
に
、
彼
が
直
接
見
た
こ
と
で
あ
る
。
末
尾
が
、
 
 

明
順
の
主
の
「
庭
火
、
い
と
猛
な
り
や
」
と
宜
へ
り
呵
刹
に
こ
そ
、
万
人
え
耐
へ
ず
笑
ひ
給
ひ
に
別
河
。
 
 

と
い
う
一
文
で
あ
る
の
は
、
世
継
の
直
接
見
聞
k
基
づ
い
た
感
想
と
ほ
別
に
、
世
人
の
感
想
評
価
を
「
け
り
」
叙
述
で
示
し
た
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

第
六
の
挿
話
も
「
き
」
叙
述
で
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
末
尾
の
、
 
 

13   
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か
か
れ
ば
こ
そ
、
民
部
卿
殿
（
俊
賢
）
 
の
御
言
ひ
ご
と
は
、
げ
に
と
お
ぼ
ゆ
れ
。
 
 

は
、
第
二
話
の
末
尾
の
評
と
し
て
あ
っ
た
源
俊
賢
の
言
葉
「
冷
泉
院
の
狂
ひ
よ
り
は
、
花
山
院
の
狂
ひ
ほ
、
術
な
き
も
の
な
れ
」
と
 
 

照
応
す
る
も
の
で
、
こ
こ
ま
で
が
花
山
院
挿
話
の
一
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
か
ら
以
下
の
挿
話
が
、
今
 
 

度
は
す
べ
て
花
山
院
の
才
能
の
高
さ
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
う
な
ず
け
る
。
作
者
ほ
明
ら
か
に
、
花
山
院
の
狂
気
の
マ
 
 

イ
ナ
ス
面
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
一
面
の
プ
ラ
ス
面
と
を
、
同
一
の
人
物
の
内
に
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
世
継
に
さ
り
げ
 
 

な
く
語
ら
せ
て
い
る
。
 
 
 

そ
う
い
う
群
の
中
の
第
一
話
す
な
ぉ
ち
全
体
を
通
し
て
ほ
第
七
の
挿
話
ほ
、
和
歌
に
つ
い
て
の
才
能
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
全
 
 

体
を
現
在
形
叙
述
で
語
っ
て
、
 
 

ま
こ
と
に
ざ
る
御
心
に
も
、
祝
ひ
申
さ
む
と
思
し
召
し
け
る
悲
し
さ
よ
。
 
 

と
、
語
り
手
が
花
山
院
の
心
中
を
臆
測
す
る
結
び
の
一
文
に
だ
け
「
け
り
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
 
 
 

第
八
の
挿
話
は
、
「
こ
の
花
山
院
は
、
風
流
者
に
さ
へ
お
ほ
し
ま
し
刷
引
こ
そ
」
と
詠
歎
的
に
語
り
出
L
て
、
御
所
、
草
宿
り
、
 
 

詞
度
品
な
ど
に
数
々
の
工
夫
を
こ
ら
し
た
状
況
を
、
「
き
」
叙
述
を
基
本
に
語
る
が
、
中
に
「
…
：
・
卸
商
経
に
せ
ら
九
た
り
u
御
現
 
 

の
箱
見
給
へ
剖
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
具
体
的
事
実
に
つ
い
て
語
り
手
が
確
か
に
見
た
と
い
う
気
持
ち
を
こ
め
て
の
語
り
口
で
あ
 
 

る
。
 
 
 

第
九
の
挿
話
は
、
造
園
、
車
や
沓
に
つ
い
て
の
工
夫
、
絵
と
、
い
ず
れ
も
基
本
は
同
じ
な
の
で
、
く
り
か
え
さ
な
い
。
そ
の
中
で
 
 

「
入
道
殿
、
競
馬
せ
さ
せ
給
ひ
じ
日
」
と
、
道
長
と
の
か
か
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
注
意
し
た
い
。
 
 
 

以
上
、
伊
芦
伝
後
半
に
お
け
る
花
山
院
関
係
の
挿
話
を
ま
と
め
る
と
、
最
初
、
伊
芦
の
子
義
憤
と
の
か
ら
み
で
性
格
破
綻
の
面
が
 
 

取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
距
離
を
置
い
て
見
て
い
る
道
長
側
の
評
価
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
い
で
源
俊
賢
の
「
冷
泉
院
の
狂
ひ
よ
 
 

り
ほ
、
花
山
院
の
狂
ひ
ほ
術
な
き
」
と
い
う
言
葉
の
例
と
し
て
（
第
二
）
、
現
在
形
で
語
り
出
さ
れ
た
挿
話
が
「
き
」
叙
述
に
変
り
 
 

（
第
五
）
、
そ
れ
ほ
語
り
手
世
継
の
直
接
見
聞
を
語
る
口
調
に
な
っ
て
、
俊
賢
の
言
葉
の
肯
定
と
な
っ
て
結
ぷ
 
（
第
六
）
。
最
後
に
、
 
 

そ
の
口
調
の
ま
ま
で
花
山
院
の
多
く
の
才
能
を
讃
美
し
っ
つ
 
（
第
七
、
八
、
九
）
、
そ
の
才
能
の
開
花
が
、
道
長
の
主
催
行
事
で
の
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衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
述
べ
て
結
ん
で
い
る
。
 
 
 

こ
れ
を
帝
紀
に
お
け
る
記
事
か
ら
の
流
れ
で
理
解
す
る
と
、
退
位
事
件
に
お
い
て
は
道
兼
を
悪
役
と
し
て
、
花
山
院
を
あ
わ
れ
な
 
 

同
情
す
べ
き
悲
劇
の
主
人
公
と
造
型
し
、
つ
い
で
こ
こ
で
は
そ
の
悲
劇
の
原
因
と
も
い
う
べ
き
院
の
狂
気
と
そ
れ
を
注
視
し
て
い
る
 
 

道
長
と
を
並
べ
、
狂
気
の
プ
ラ
ス
面
と
し
て
の
文
化
的
才
鱈
と
そ
れ
を
発
揮
す
る
場
で
あ
る
道
長
の
世
界
の
存
在
を
示
し
て
、
道
長
 
 

伝
へ
つ
な
い
で
行
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
場
合
の
道
長
ほ
、
憎
ま
れ
ロ
は
腹
心
の
皮
質
に
言
わ
せ
て
、
自
分
は
狂
 
 

気
の
廃
帝
を
も
包
み
こ
む
偉
大
な
存
在
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
道
長
伝
に
お
け
る
花
山
院
は
、
胆
力
を
く
ら
べ
る
場
を
設
営
し
て
、
三
兄
弟
の
能
力
を
テ
ス
ト
し
、
結
果
と
し
て
道
長
の
剛
 
 

気
勇
気
が
最
終
権
力
者
と
し
て
の
性
格
に
ふ
さ
わ
L
い
も
の
と
な
る
実
機
を
作
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
道
長
伝
へ
の
つ
な
が
る
過
程
 
 

と
し
て
、
隆
家
と
花
山
院
と
の
楽
し
い
あ
ら
が
い
ご
と
は
、
い
わ
ば
敗
者
同
士
の
君
臣
和
楽
の
世
界
を
提
示
し
た
の
で
ほ
あ
る
ま
い
 
 

か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
道
長
の
輝
か
し
さ
を
示
す
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
若
き
日
の
彼
の
、
花
山
院
と
の
君
臣
和
楽
の
世
界
へ
と
い
 
 

う
理
解
に
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

道
長
伝
の
終
り
に
昔
々
物
語
と
し
て
、
花
山
院
の
御
代
に
あ
っ
た
、
円
融
院
と
藤
原
兼
家
、
実
資
、
源
雅
信
な
ど
、
旧
主
と
臣
下
 
 

の
う
る
わ
し
い
交
情
の
場
面
を
匿
い
た
の
も
、
こ
の
延
長
線
上
に
位
置
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
大
鏡
』
の
中
で
花
山
院
関
係
 
 

の
記
事
は
、
こ
の
よ
う
に
配
置
さ
九
、
道
隆
伝
の
末
尾
に
添
え
ら
れ
た
隆
家
と
花
山
院
の
挿
話
も
、
そ
の
流
れ
の
〓
柄
を
荷
な
っ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

道
長
伝
を
考
え
る
上
に
、
三
条
院
と
花
山
院
と
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
二
帝
で
あ
る
。
早
く
小
峯
和
明
氏
は
、
す
で
に
引
い
た
論
 
 

文
で
、
三
条
院
と
道
長
と
の
か
か
わ
り
を
分
析
し
て
、
語
り
手
と
し
て
の
道
長
の
持
つ
大
き
な
意
味
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
花
 
 

山
院
に
対
し
て
も
、
道
長
と
源
俊
繋
が
ど
の
よ
う
に
花
山
院
を
見
て
い
た
か
、
語
り
の
構
造
と
響
か
せ
て
説
い
て
い
る
。
私
の
以
上
 
 

の
論
も
、
そ
の
指
摘
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
花
山
院
挿
話
が
紀
伝
体
の
中
で
無
意
味
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
 
 

作
品
全
体
が
道
長
伝
へ
集
約
L
て
行
く
、
そ
の
流
れ
の
上
に
一
つ
一
つ
が
意
味
づ
け
ら
九
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
の
 
 

で
あ
る
。
 
 
 



91  『大鏡』道隆伝について  

六
 
余
説
 
－
 
道
長
伝
の
中
の
伊
周
 
 

な
お
、
道
長
伝
に
お
い
て
も
、
伊
周
と
の
確
執
の
跡
は
色
濃
く
う
か
が
え
る
。
道
長
の
幸
運
が
、
長
徳
元
年
の
流
行
病
に
よ
る
多
 
 

く
の
公
卿
の
死
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
、
そ
の
時
も
し
「
帥
殿
の
御
心
持
ち
ゐ
の
さ
ま
ざ
ま
し
く
お
は
し
ま
さ
ば
、
父
大
殿
 
 

の
御
病
の
ほ
ど
、
天
下
執
行
の
宣
旨
下
り
姶
へ
り
し
ま
ま
に
、
お
の
づ
か
ら
さ
て
も
や
お
ほ
し
ま
さ
ま
し
」
と
語
る
の
は
、
伊
周
の
 
 

器
量
の
な
さ
を
嘆
く
の
だ
か
ら
、
直
接
に
道
長
を
礼
讃
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

し
か
も
道
長
の
詩
歌
の
才
、
若
き
日
の
剛
胆
さ
を
讃
美
し
た
あ
と
、
「
故
女
院
（
詮
子
）
 
の
御
修
法
し
て
、
飯
重
の
権
僧
正
の
お
 
 

は
し
ま
し
じ
伴
僧
に
て
、
村
人
の
さ
ぷ
ら
ひ
u
」
を
、
侍
女
た
ち
が
呼
ん
で
人
々
の
人
相
か
ら
吉
凶
を
占
っ
て
も
ら
う
挿
話
は
、
次
 
 

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
 
 

「
内
大
臣
殿
（
道
隆
）
 
は
い
か
が
お
は
す
」
な
ど
間
ふ
に
、
「
い
と
か
し
こ
う
お
は
し
ま
す
。
天
下
取
る
相
お
は
し
ま
す
。
 
 

中
宮
大
夫
殿
（
道
長
）
 
こ
そ
い
み
じ
う
お
は
し
ま
せ
」
と
い
ふ
。
 
 

ま
た
栗
田
殿
（
道
兼
）
を
間
ひ
奉
れ
ば
、
「
そ
れ
も
ま
た
、
い
と
か
し
こ
く
お
は
し
ま
す
。
大
臣
の
相
お
は
し
ま
す
」
。
ま
 
 

た
、
「
あ
ほ
れ
中
富
大
夫
殿
こ
そ
い
み
じ
ぅ
お
は
し
ま
せ
」
と
い
ふ
。
 
 

ま
た
権
大
納
言
殿
（
伊
周
）
を
間
ひ
奉
れ
ば
、
「
そ
れ
も
い
と
や
む
ご
と
な
く
お
は
し
ま
す
。
雷
の
相
な
む
お
は
す
る
」
と
 
 

申
し
け
れ
ば
、
「
雷
は
い
か
な
る
ぞ
」
と
問
ふ
に
、
「
一
際
は
い
と
高
く
鳴
れ
ど
、
後
遂
げ
の
な
き
な
り
。
さ
れ
ば
御
末
い
か
 
 

が
お
は
し
ま
さ
む
と
見
え
た
り
。
中
宮
大
夫
殿
こ
そ
限
り
な
く
際
な
く
お
ほ
し
ま
せ
」
と
、
別
人
を
問
ひ
奉
る
た
び
に
は
、
こ
 
 

の
入
道
殿
（
道
長
）
を
必
ず
引
き
添
へ
奉
り
て
申
す
。
…
 
 

と
、
道
長
の
相
が
抜
群
で
あ
っ
て
、
人
相
見
の
言
が
あ
た
っ
た
挿
話
を
語
る
。
こ
の
挿
話
ほ
、
登
場
人
物
の
状
況
が
一
致
す
る
時
点
 
 

が
な
い
こ
と
か
ら
、
語
注
釈
書
は
、
道
長
礼
讃
の
た
め
の
創
作
談
と
す
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
は
そ
れ
で
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
挿
話
の
あ
と
に
、
世
継
の
次
の
よ
う
な
感
想
が
付
く
こ
と
が
間
廣
で
あ
る
。
 
 

い
み
じ
か
り
刷
引
（
こ
の
「
け
り
」
ほ
詠
嘆
）
上
手
か
な
。
当
て
達
は
せ
給
へ
る
こ
と
や
は
お
は
し
ま
す
め
る
。
帥
の
大
臣
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（
伊
周
）
の
、
大
臣
ま
で
か
く
す
が
や
か
に
な
り
給
へ
り
し
を
、
「
ほ
じ
め
よ
し
」
と
は
言
ひ
け
る
な
め
り
。
雷
は
落
ち
ぬ
れ
 
 

ど
、
ま
た
も
あ
が
る
も
の
を
、
星
の
落
ち
て
石
と
な
る
に
ぞ
た
と
ふ
ペ
き
や
。
そ
れ
こ
そ
返
り
あ
が
る
こ
と
な
け
れ
。
 
 
 

「
い
み
じ
か
り
け
る
上
手
か
な
」
と
語
り
お
こ
し
て
道
長
の
方
に
話
が
行
く
な
ら
、
礼
讃
談
と
し
て
完
結
す
る
。
と
こ
ろ
が
世
継
 
 

は
、
伊
周
の
運
命
も
適
中
し
て
い
る
こ
と
に
詣
を
進
め
、
人
相
見
は
伊
周
の
運
命
を
「
雷
」
に
た
と
え
た
が
、
雷
な
ら
落
ち
て
も
も
 
 

う
一
度
天
に
も
ど
る
の
だ
か
ら
、
落
ち
て
石
と
な
っ
て
し
ま
う
「
星
」
に
た
と
え
れ
ば
よ
か
っ
た
の
に
、
と
、
一
矢
を
報
い
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
感
想
は
、
伊
周
に
同
情
し
た
言
辞
に
な
る
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
ま
し
て
や
「
雷
」
の
藷
は
、
菅
原
道
真
の
死
後
を
思
い
お
 
 

こ
さ
せ
、
だ
か
ら
世
継
は
人
相
見
が
「
雷
」
に
た
と
え
た
こ
と
を
不
適
当
と
言
っ
て
、
「
返
り
あ
が
る
こ
と
」
の
な
か
っ
た
伊
周
を
 
 

傷
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
道
真
を
想
起
さ
せ
る
所
は
、
さ
き
に
伊
周
関
係
の
挿
話
で
注
意
し
た
所
と
、
軌
を
一
に
す
る
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
伊
周
に
対
す
る
同
情
あ
る
い
は
哀
惜
の
念
を
底
流
に
ひ
め
て
、
し
か
し
以
後
、
不
遇
時
の
道
長
が
伊
周
と
の
競
射
に
 
 

勝
つ
挿
話
－
1
そ
こ
で
も
世
継
の
感
想
は
「
人
の
御
さ
ま
の
、
言
ひ
出
で
給
ふ
こ
と
の
趣
き
よ
り
、
片
へ
 
（
伊
原
）
は
臆
せ
ら
れ
給
 
 

ふ
な
め
り
」
と
あ
る
が
1
、
東
三
条
院
の
石
山
詣
で
の
時
の
挿
話
、
上
巳
の
枚
へ
の
挿
話
を
重
ね
て
、
伊
周
は
卑
小
化
さ
れ
、
道
 
 

長
ほ
圧
倒
的
な
力
量
の
持
ち
主
と
し
て
造
型
さ
れ
て
行
く
。
 
 
 

そ
れ
は
最
終
的
に
、
東
三
条
院
の
道
長
の
肩
入
れ
挿
話
に
持
っ
て
行
く
た
め
の
布
石
で
あ
る
。
 
 

女
院
は
、
入
道
殿
を
と
り
わ
き
奉
ら
せ
給
ひ
て
、
い
み
じ
う
思
ひ
申
さ
せ
給
へ
り
川
副
ば
、
帥
殿
は
う
と
う
と
し
く
も
て
な
 
 
 

さ
せ
給
へ
り
刷
射
。
帝
、
皇
后
宮
（
定
子
）
を
ね
ん
ご
ろ
に
時
め
か
さ
せ
給
ふ
ゆ
か
り
に
、
帥
殿
ほ
明
け
暮
れ
御
前
に
さ
ぶ
ら
 
 

は
せ
給
ひ
て
、
入
道
殿
を
ば
さ
ら
に
も
申
さ
ず
、
女
院
を
も
よ
か
ら
ず
事
に
触
れ
て
申
さ
せ
給
ふ
を
、
お
の
づ
か
ら
心
得
や
せ
 
 
 

さ
せ
給
ひ
け
む
、
い
と
本
意
な
き
事
に
思
し
召
し
嘲
引
、
こ
と
を
わ
り
な
り
な
。
 
 
 

道
長
が
最
終
の
勝
者
と
な
る
決
定
的
な
も
の
ほ
、
伊
周
を
き
ら
っ
た
東
三
条
院
の
力
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
『
大
 
 

鏡
』
作
者
が
帝
紀
の
叙
述
か
ら
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
て
き
た
女
の
力
の
発
揮
さ
れ
た
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
こ
の
場
面
を
も
っ
て
 
 

道
長
伝
が
結
ば
れ
る
の
も
、
理
由
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 
 


